
共
通
感
覚
と
先
入
見

l

i
ア
i
レ
ン
ト
判
断
論
に
お
け
る
カ
ン
ト
的
要
素
を
め
ぐ
っ
て
i

|

モ
ン
テ
!
ニ
ュ
「
真
理
と
同
じ
く
、
虚
偽
も
顔
が
一
つ
で
あ
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
も
状
況
が
も
っ
と
よ
く
分
か
る
こ
と
だ
ろ
う
。
と
い
う

の
は
、
そ
う
な
れ
ば
、
嘘
つ
き
が
言
う
こ
と
の
逆
を
確
実
な
こ
と

だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
理
の
逆
に
は
無
数
の
形

が
あ
り
、
果
て
し
な
い
広
が
り
が
あ
る
」
。

ω

真
理
を
詰
る
こ
と
は
難
し
い
。
真
理
は
な
る
ほ
ど
一
つ
し
か
な
い
。

だ
が
そ
れ
は
生
き
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
生
き
生
き
と
変
化
す
る
表

情
を
も
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
ω

は
じ
め
に

周
知
の
よ
う
に
、
ハ
ン
ナ
・
ア

i
レ
ン
ト
は
、
み
執
す
か
ら
の
思
想
の
総

決
算
と
な
る
べ
き
著
作
「
精
神
の
生
活
』
(
呂
町

h
$
ミ
$
向
足
立
与
を
三

部
か
ら
な
る
も
の
と
し
て
計
画
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
部
の

「
思
考
』
(
言
3twpm)
、
第
二
部
の
「
意
志
」
(
対
話
円
安
h
)
を
議
き
終
え
た
後
、

第
三
部
の
吋
判
断
」

(bh会
.
英
)
の
執
筆
に
取
り
か
か
る
こ
と
な
く
、
そ

千

葉

建

の
生
涯
を
終
え
た
。
最
終
部
で
扱
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
「
判
断
」
は
、
「
思

考
」
の
よ
う
に
現
実
の
存
在
か
ら
遊
離
し
た
一
般
性
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と

も
な
く
、
ま
た
「
意
志
」
の
よ
う
に
い
わ
ば
恋
意
的
に
世
界
に
介
入
す
る

わ
け
で
も
な
く
、
世
界
の
特
殊
性
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
も
、
そ
乙
に
な
ん

ら
か
の
方
向
性
と
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
能
力
で

あ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
思
考
」
や
「
意

志
」
の
抱
え
る
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
す
べ
き
「
判
断
」
に
つ
い
て
の
著
作
が

完
成
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
ア

i
レ
ン
ト
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
思
想

の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
関
心
を
抱
く
も
の
な
ら
誰
し
も
残
念
に
思
わ
ざ
る
を
得

な
い
事
柄
で
あ
り
続
け
る
。
し
か
し
、
ア
!
レ
ン
ト
の
吋
創
刊
断
」
の
中
心

的
主
題
の
一
つ
が
カ
ン
ト
の
「
判
断
力
批
判
」
の
分
析
に
捧
げ
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ベ
イ
ナ
!
の
編
集
し
た
吋
カ
ン
ト

政
治
哲
学
の
講
義
同
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
ア

i
レ
ン
ト
研
究
に
と
っ

て
重
大
な
出
来
事
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
講
義
録
は

カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
の
研
究
に
も
多
大
な
刺
激
と
影
響
を
与
え
て
き
た
。

と
く
に
そ
れ
に
付
さ
れ
た
ベ
イ
ナ
ー
に
よ
る
「
ハ
ン
ナ
・
ア

i
レ
ン
ト
の

判
断
論
」
と
い
う
論
文
は
、
現
在
で
も
ア
l
レ
ン
ト
の
判
断
諭
や
カ
ン
ト
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の
政
治
哲
学
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
基
礎
的
な
資
料
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
ミ

し
か
し
ベ
イ
ナ
!
の
論
考
は
「
解
釈
的
試
論
」
と
題
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
き
わ
め
て
麓
要
な
指
摘
を
含
み
な
が
ら
も
、
や
は
り
ア

i
レ
ン
ト
解

釈
と
し
て
み
た
さ
い
に
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
ベ
イ
ナ
!
が
ア

i
レ
ン
ト
の
う
ち
に
「
二
つ

の
判
新
力
議
」
を
見
い
だ
し
、
そ
こ
に
対
立
関
採
を
認
め
た
点
に
現
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
ベ
イ
ナ
!
の
二
つ
の
判
断
力
に
関
す
る
議
論
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。

ベ
イ
ナ
!
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
判
断
力
論
と
は
、
一
つ
が
「
実
践
の
世

界
」
に
関
係
し
、
「
活
動
的
生
活
」

(
i
g
R
Hせ
め
)
の
視
点
か
ら
考
察
さ

れ
た
判
断
力
論
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
「
観
想
の
世
界
」
に
関
係
し
、
「
精

神
の
生
活
」
の
観
点
か
ら
展
開
さ
れ
た
判
断
力
論
で
あ
る

1
ベ
イ
ナ
ー

は
ア

i
レ
ン
ト
に
お
け
る
こ
つ
の
判
断
力
論
を
「
前
期
」
か
ら
「
後
期
」

へ
の
移
行
と
し
て
捉
え
げ
て
そ
れ
に
関
連
し
て
両
者
の
違
い
を
次
の
よ
う

に
説
明
す
る
。

判
断
の
能
力
に
つ
い
て
反
省
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
彼
女
は
ま
す
ま

す
そ
の
能
力
を
、
行
為
者
(
そ
の
活
動
は
必
然
的
に
非
孤
独
的
で
あ

る
)
に
対
立
す
る
孤
独
な
(
と
は
い
え
公
共
的
精
神
は
も
っ
て
い
る
)

観
想
者
の
特
権
だ
と
み
な
す
こ
と
に
傾
い
て
い
っ
た
。
ひ
と
は
行
為

す
る
と
き
は
他
者
た
ち
と
と
も
に
行
為
し
、
判
断
す
る
と
き
は
自
分

一
人
で
判
断
す
る
(
た
と
え
判
断
す
る
さ
い
に
み
ず
か
ら
の
構
想
力

の
う
ち
で
不
在
の
人
々
を
現
前
さ
せ
る
に
せ
よ
)
。
ア

i
レ
ン
ト
の

理
解
に
よ
れ
ば
、
判
断
に
お
い
て
ひ
と
は
、
想
像
さ
れ
た
大
文
字
の

他
者
が
下
し
う
る
可
能
な
判
断
を
考
量
す
る
の
で
あ
っ
て
、
実
在
す

る
発
町
稿
者
た
ち
の
問
で
下
さ
れ
る
現
実
の
判
踏
を
考
量
す
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
あ
る
古
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ベ
イ
ナ

i
は
こ
の
よ
う
に
被
数
の
他
者
た
ち
と
も
に
特
定
の
共
同
体
の
う

ち
で
「
行
為
自
活
動
」

(ω
の
ま
と
す
る
さ
い
に
発
揮
さ
れ
る
判
断
力
と
、

現
実
の
共
同
体
か
ら
一
歩
引
い
て
想
像
上
の
他
者
と
の
共
詞
関
係
の
う
ち

で
行
使
さ
れ
る
判
断
力
と
を
区
別
す
る
。
そ
し
て
ベ
イ
ナ

i
は
、
前
期
の

特
殊
主
義
的
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
判
断
力
論
と
、
後
期
の
普
通
主
義

的
・
カ
ン
ト
的
な
判
断
力
論
と
を
棺
互
対
立
的
に
捉
え
、
こ
う
し
た
移
行

を
「
後
退
」
と
み
な
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
は
る
か
に
狭
山
地
な
(
恐
ら

く
よ
り
貧
弱
な
)
判
断
力
概
念
」
だ
と
断
定
し
、
自
身
は
前
者
の
判
断
力

論
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
問
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
二
つ
の
判
断
力
論
は

ベ
イ
ナ
!
の
考
え
る
よ
う
に
相
互
排
他
的
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ

れ
ら
は
判
断
を
構
成
す
る
碍
契
機
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

本
論
文
は
、
ベ
イ
ナ

i
の
二
つ
の
判
断
力
論
を
批
判
的
に
考
察
し
な
が

ら
、
ア

i
レ
ン
ト
の
判
断
論
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
さ
い
と
く
に
ア

i
レ
ン
ト
判
断
論
に
お
け
る
カ
ン
ト
的
契
機
に
焦
点
を

当
て
、
カ
ン
ト
自
身
の
議
論
と
の
阿
共
同
も
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
ア

i
レ

ン
ト
判
新
論
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。



規
定
的
判
断
力
と
反
省
的
判
断
力

「
判
断
」
と
は
一
般
に
「
S
は
P
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
で
あ
ら
わ
す

こ
と
が
可
能
な
言
明
で
あ
る
。
、
た
と
え
ば
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」

と
い
う
命
題
を
併
に
と
れ
ば
、
主
語
の
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
が
述
語
の
「
人

間
」
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
が
下
さ
れ
る
わ
け
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
場
合
の
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
が
意
味
す
る
も
の
は
、
具
体

的
な
特
性
す
べ
て
が
捨
象
さ
れ
、
「
人
間
」
と
い
う
類
に
属
す
限
り
で
の

一
サ
ン
プ
ル
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
述
語
と
な
る
普
遍
的
な
も
の
が

あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
も
と
に
特
殊
な
も
の
を
包
摂
す
る

さ
い
の
判
断
力
を
、
カ
ン
ト
は
「
規
定
的
判
新
力
」
と
呼
ぶ
ω
。
そ
れ
に

対
し
て
、
特
殊
な
も
の
だ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
特
殊
な
も
の
の

た
め
に
普
遍
的
な
も
の
を
見
い
だ
す
べ
き
場
合
の
判
断
力
は
「
反
省
的
判

断
力
」
だ
と
さ
れ
る
守
ア

i
レ
ン
ト
の
判
断
論
は
、
こ
う
し
た
カ
ン
ト

に
よ
る
二
つ
の
判
断
力
概
念
の
強
い
影
響
の
も
と
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と

い
っ
て
レ
ι
い。

ア
!
レ
ン
ト
は
早
く
も
一
九
五
七
年
八
丹
の
「
思
索
日
記
い
で
カ
ン
ト

の
「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
こ
つ
の
判
臨
力
の
区
分
に
関
す
る
簡
所
を

次
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
。

「
判
断
力
は
:
:
:
特
殊
な
も
の
を
普
遍
的
な
も
の
に
含
ま
れ
る
も
の

と
し
て
考
え
る
能
力
で
あ
る
。
普
通
的
な
も
の
が
;
;
与
え
ら
れ
て

い
る
場
合
、
特
殊
な
も
の
を
そ
の
も
と
に
包
摂
す
る
判
断
力
は
:

規
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
殊
な
も
の
だ
け
が
与
え
ら
れ
て
い

て
、
そ
の
た
め
に
判
断
力
が
普
通
的
な
も
の
を
見
い
だ
す
べ
き
場
合

に
は
、
判
断
力
は
た
ん
に
守
心
反
省
的
で
あ
る
可
。

こ
こ
で
ア

i
レ
ン
ト
が
ふ
つ
う
は
容
易
に
見
逃
さ
れ
が
ち
な
「
た
ん
に
」

(
t
z
p
)

を
(
出
こ
で
強
調
し
て
い
る
点
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
カ
ン
ト
読

解
の
特
徴
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
解
釈
と
し
て
み
た
場

合
、
こ
の
箆
所
は
、
判
断
力
が
特
殊
を
普
遍
の
も
と
に
包
摂
し
て
「
規
定
」

す
る
場
合
も
、
特
殊
を
普
通
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
「
反
省
」
の
作
用
を
行

な
う
の
で
あ
り
ω
、
そ
れ
に
対
し
て
美
の
判
断
の
よ
う
に
、
概
念
の
も
と

へ
の
包
摂
に
至
ら
な
い
判
官
断
の
場
合
は
、
「
た
ん
に
反
省
」
す
る
だ
け
で
、

「
規
定
」
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
カ
ン
ト
は
、
「
規
定
す
る
と
と
も
に
反
省
す
る
判
断
力
」
と
「
た

ん
に
反
省
す
る
だ
け
の
判
断
力
」
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
後
者
に
「
た

ん
に
」
と
い
う
語
を
付
加
し
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
ア

i
レ
ン
ト
は
こ
の
「
た
ん
に
」
を
「
反
省
的
判
断
力
」
だ

け
が
判
断
力
の
名
に
値
す
る
と
い
う
強
い
意
味
で
改
釈
し
て
い
た
ふ
し
が

あ
る
。
先
の
引
用
の
前
の
箇
所
で
ア

i
レ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

判
断
す
る
こ
と
が
包
摂
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
本
来
「
そ
れ

が
規
則
の
事
例
で
あ
る
か
ど
う
か
を
区
別
で
き
る
た
め
に
は
、
.

ふ
た
た
び
加
の
判
断
力
が
必
要
と
な
る
」
。
(
こ
れ
は
突
を
習
う
と
、

「
反
省
的
」
判
断
力
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
!
)
ω

も
し
あ
る
事
併
を
規
則
の
も
と
に
包
摂
し
た
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
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の
規
制
が
あ
る
と
し
た
ら
、
今
度
は
こ
の
規
制
の
も
と
に
正
し
く
包
摂
し

た
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
の
別
の
規
則
が
必
要
で
あ
り
・
:
-
-
-
と
い
う

よ
う
に
、
判
断
を
規
則
的
な
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
に
は

特
有
の
器
難
が
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
お
く
ま
で
も
判
断
力
一
般
の
ア
ポ

リ
ア
で
あ
り
、
ア
!
レ
ン
ト
の
い
う
よ
う
に
コ
反
省
的
」
判
断
力
し
か

存
在
し
な
い
」
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
古
い
過
ぎ
で
あ
り
、
ア

i
レ
ン
ト

自
身
も
後
に
は
も
は
や
こ
う
し
た
"
繰
り
を
犯
し
は
し
な
い

ω
。
し
か
し
、

こ
の
時
期
ア
!
レ
ン
ト
が
「
反
省
的
判
断
力
」
に
仮
託
し
て
何
を
理
解
し

よ
う
と
し
て
い
た
の
か
は
、
一
九
五
六
年
か
ら
一
九
五
七
年
に
響
か
れ
た

「
政
治
入
門
」
に
純
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
ア

i
レ
ン
ト
は
「
規
定
的
判
断
」

を
念
顕
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
判
断
が
意
味
す
る
の
は
、
個
別
的
で
特
殊
な
色
の
を

一
般
的
で
普
遍
的
な
も
の
の
も
と
に
総
織
北
し
て
取
り
込
み
、
そ
れ

に
よ
っ
て
、
異
体
的
な
も
の
を
特
定
す
る
た
め
の
基
準
を
当
て
は
め

た
規
則
的
な
評
価
を
行
い
、
次
に
そ
の
評
価
に
従
っ
て
、
決
定
を
下

す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
す
べ
て
の
判
断
の
背
後
に
は
、

先
行
判
断
(
胃

a
E
m
g
g門
)
す
な
わ
ち
先
入
見
守
主
z
E
2
)
が

あ
る
。
判
断
さ
れ
る
の
は
個
別
的
な
事
例
だ
け
で
、
基
準
そ
れ
自
体

や
、
現
に
何
か
の
評
舗
に
能
わ
れ
て
い
る
基
準
が
そ
の
伺
か
を
評
僻

す
る
手
段
と
し
て
妥
当
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
判
断
の
対
象
と

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
噌

こ
の
よ
う
に
基
準
と
な
る
普
遍
的
な
も
の
を
た
ん
に
特
殊
な
も
の
に
適
用

す
る
だ
け
で
、
基
準
自
体
の
妥
当
性
を
問
お
う
と
し
な
い
「
規
定
的
判
断
」

に
対
し
て
、
ァ
!
レ
ン
ト
は
も
う
一
つ
の
「
反
省
的
判
甑
」
を
対
置
す
る
。
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し
か
し
判
甑
は
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と
を
意
味
し
う
る

し
、
実
際
、
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
も
の
や
、
そ
れ

に
対
し
て
使
え
る
基
準
が
な
い
も
の
に
出
く
わ
し
た
と
き
に
は
、
つ

ね
に
そ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
の
い
か
な
る
基
準
と
も
無
関
係
な
判
新

が
訴
え
う
る
の
は
、
判
断
さ
れ
る
対
象
と
い
う
事
実
以
外
の
何
も
の

で
も
な
く
、
そ
の
た
め
の
唯
一
の
必
要
条
件
は
「
判
断
能
力
」
な
の

だ
が
、
そ
れ
は
組
織
化
し
た
り
組
み
込
ん
だ
り
す
る
よ
り
も
差
異
化

す
る
人
間
の
能
力
に
は
る
か
に
大
き
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
噌

つ
ま
り
ア
!
レ
ン
ト
は
、
与
え
ら
れ
た
「
先
入
見
」
に
よ
っ
て
現
実
を
分

類
し
よ
う
と
す
る
「
規
定
的
判
慌
力
」
に
対
し
て
、
前
例
の
な
い
現
実
に

直
話
し
て
、
そ
こ
に
差
異
を
読
み
取
り
、
そ
れ
を
概
念
化
し
よ
う
と
す
る

「
反
省
的
判
断
力
」
の
う
ち
に
、
政
治
的
判
断
力
と
し
て
の
可
能
性
を
見

て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
の
ア

i
レ
ン
ト
の
主
眼
は
、
規
定
的
判
断
と
反
省
的

判
断
と
を
一
区
別
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
と
い
う
よ
り
も
、
た
ん
に
論
理
的
な

操
作
に
よ
っ
て
現
実
を
説
明
し
尽
く
せ
る
と
い
う
見
方
を
拒
否
す
る
こ
と

に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
ザ
ア
!
レ
ン
ト
は
こ
う
し
た
見
方
を
「
世
界

観
」
な
い
し
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
呼
び
、
先
入
見
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

先
入
見
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
に
こ
そ
反
対
し
て
い
る
m
。
冒
頭
の
エ
ピ
グ

ラ
フ
に
引
い
た
モ
ン
テ
!
ニ
ュ
の
言
葉
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
真
理
と



虚
偽
と
を
こ
項
対
立
的
に
捉
え
、
自
分
の
主
張
の
反
対
が
偽
で
あ
る
こ
と

を
証
明
し
さ
え
す
れ
ば
、
自
分
の
主
張
の
真
理
性
が
証
明
さ
れ
た
の
だ
と

考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
双
方
の
主
張
が
と
も
に
偽
と
い
う
可
能
性

も
あ
る
の
だ
。
こ
れ
は
ま
さ
に
カ
ン
ト
が
「
純
粋
理
性
批
判
甘
い
の
第
一
・

第
二
ア
ン
チ
ノ
ミ

i
で
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
事
実
の
真

理
は
、
論
理
の
力
だ
け
で
は
説
明
し
尽
く
す
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
く
ま
で

も
現
象
の
世
界
に
定
位
し
て
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
、

カ
ン
ト
と
ア
!
レ
ン
ト
の
判
断
論
に
共
通
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。先

入
見
と
共
通
感
覚

先
の
引
用
で
見
た
よ
う
に
、
規
定
的
判
断
の
背
後
に
は
「
先
行
判
断
」

な
い
し
「
先
入
見
」
が
あ
る
と
主
張
す
る
点
は
、
ア
!
レ
ン
ト
の
判
断
論

に
特
有
な
と
こ
ろ
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
ア
!
レ
ン
ト
は
、
規
定
的

判
断
の
規
則
と
な
る
も
の
は
「
過
去
の
判
断
」
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
も

の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
α

真
正
の
先
入
克
は
つ
ね
に
過
去
に
形
成
さ
れ
た
何
ら
か
の
判
断
を
隠

し
持
っ
て
お
り
、
も
と
も
と
そ
れ
に
は
そ
れ
自
ら
の
し
か
る
べ
き
正

当
な
経
験
的
裏
付
け
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
再
吟
味
さ
れ
る
こ
と
も
改

訂
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ず
る
ず
る
べ
っ
た
り
と
永
ら
え
て
き
た
ば

か
り
に
先
入
見
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
守

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
判
断
」
と
「
先
入
見
」
と
は
二
項
対
立
的
な
も
の

で
は
な
い
。
判
断
は
時
が
た
て
ば
先
入
見
に
な
り
う
る
し
、
先
入
見
に
も

判
断
の
要
素
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ア

i
レ
ン
ト
は
「
先
入
見
を
追
い
払
お

う
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
過
去
の
判
断
を
ま
ず
は
一
豆
、
再

発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
本
来
そ
乙
に
含
ま
れ
て
い
る
真
理
の
内

包
を
示
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
ω
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て

も
す
べ
て
の
先
入
見
を
追
い
払
う
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

ア
i
レ
ン
ト
は
先
人
見
の
危
険
性
を
認
識
し
つ
つ
も
、
同
時
に
先
入
見

の
不
可
避
性
も
承
認
し
て
い
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
「
人
間
は
先
入
見

な
し
に
生
き
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
凶
と
か
、
「
国
民
が
生
活
の
重
要

問
題
に
つ
い
て
判
断
と
決
甑
を
す
る
と
き
に
、
先
入
見
に
依
拠
す
る
こ
と

も
先
入
見
を
信
頼
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
時
代
は
、
考
え
ら
れ
な

い」
ω
と
い
う
発
言
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ア
!
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
私

た
ち
が
共
有
し
、
自
明
で
あ
る
と
思
い
、
く
だ
く
だ
し
い
説
明
な
ど
ま
っ

た
く
し
な
い
ま
ま
会
話
の
中
で
や
り
取
り
で
き
る
先
入
見
は
:
:
:
そ
れ
自

体
も
っ
と
も
広
い
意
味
で
政
治
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
日
常
生
活
に
不
可

欠
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
ω
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
規
定
的
判
断
は
「
先
入
見
」
に
基
づ
き
、

反
省
的
判
断
は
「
共
通
感
覚
」
に
基
づ
く
と
単
純
に
分
類
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
ア
!
レ
ン
ト
が
い
う
よ
う
に
、
「
共

通
感
覚
の
世
界
に
は
先
入
見
と
判
断
が
含
ま
れ
て
い
る
百
の
だ
と
す
れ

ば
、
共
通
感
覚
は
過
去
の
判
断

(
H先
入
見
)
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
つ
つ

も
、
現
在
の
判
断
に
よ
っ
て
つ
ね
に
更
新
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
だ
と
い
え
る

の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
先
入
見
も
判
断
を
可
能
に
し
て
い
る
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一
契
機
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
ア
!
レ
ン
ト
の
判
断
論
を
再
検
討
し
て
み
れ
ば
、

カ
ン
ト
の
吋
判
断
力
批
判
い
と
の
聞
に
認
め
ら
れ
る
自
立
た
な
い
が
重
大

な
二
つ
の
差
異
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

の
差
輿
と
は
、
一
つ
が
ア

i
レ
ン
ト
は
ま
ず
カ
ン
ト
の
「
共
通
感
覚
」
を
「
共

同
附
体
感
覚
」

(
g
g
g
g一
々
諸
口
部
)
へ
と
読
み
替
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ア

i
レ
ン
ト
に
お
い
て
、
「
判
離
を
行
う
者
は
、
常
に
あ
る
共

同
体
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
判
断
を
行
う
の
で
あ
る
可
。
も
う
一
つ
は
、
「
拡

撰
さ
れ
た
考
え
方
」
の
格
体
に
お
い
て
、
自
分
自
身
の
判
断
を
反
省
す
る

さ
い
の
「
普
遍
的
立
場
」
を
「
一
般
的

(
m
g
qと
)
立
場
」
へ
と
読
み

替
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
!
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
判
断
力
は
「
決
し

て
替
選
的
に
妥
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
妥
当
性
の
要
求
は
、
判
慨

す
る
者
が
み
ず
か
ら
の
考
患
に
あ
た
っ
て
そ
の
人
の
立
場
に
身
を
置
き
入

れ
た
他
者
を
超
え
て
は
拡
張
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
守
こ
の
よ
う
に
ア

i

レ
ン
ト
で
は
、
カ
ン
ト
に
比
し
て
特
殊
主
義
的
な
要
素
が
強
調
さ
れ
る
一

方
、
カ
ン
ト
的
な
普
遍
主
義
的
要
素
も
同
時
に
主
張
さ
れ
る
。
ア

i
レ
ン

ト
は
一
向
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

ひ
と
は
つ
ね
に
自
分
の
共
同
体
感
覚
、
自
分
の
共
通
感
覚
に
導
か
れ

な
が
ら
、
共
間
体
の
一
員
と
し
て
判
判
断
す
る
。
し
か
し
結
局
ひ
と
は
、

人
間
で
あ
る
と
い
う
端
的
な
事
実
に
よ
っ
て
、
世
界
共
同
体
の
一
員

で
あ
る
。
こ
れ
が
ひ
と
の
「
世
界
市
民
的
な
あ
り
方
」
で
あ
る
。
政

治
的
な
事
柄
に
関
し
て
判
断
し
た
り
行
為
し
た
り
す
る
と
き
、
ひ
と

は
自
分
が
世
界
市
民
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
世
界
観
察
者
、
世
界
注

視
者
で
も
あ
る
と
い
う
、
現
実
で
は
な
く
埋
念
に
基
づ
い
て
、
自
分

の
位
置
を
見
極
め
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
噌
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こ
の
よ
う
に
ア

i
レ
ン
ト
は
、
み
ず
か
ら
の
共
間
体
感
覚
に
導
か
れ
な
が

ら
、
よ
り
他
者
へ
と
間
か
れ
た
共
同
体
感
覚
を
身
に
つ
け
て
ゆ
く
こ
と
を

要
求
し
て
い
る
。
ナ
ン
シ
!
・
フ
レ
ー
ザ
ー
は
こ
れ
ら
二
つ
の
共
同
体
感

覚
の
関
係
に
つ
い
て
、
適
坊
に
も
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
の
一
つ
は
、
背
景
的
な
規
範
と
諸
前
提
i
lー
そ
の
中
に
は

言
語
と
共
通
世
界
が
含
ま
れ
る
i
j
iが
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
暗

黙
の
仮
定
で
あ
る
。
そ
の
仮
定
は
、
誤
解
だ
と
判
鳴
す
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
断
を
す
る
場
合
に
は
前
提
と
し
て

必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
意
味
で
の
「
共
同
体
感
覚
」

と
は
、
所
与
で
あ
り
、
自
明
祝
さ
れ
て
い
る
も
の
を
指
す
。
も
う
一

つ
は
、
判
断
を
掲
げ
て
論
議
す
る
プ
ロ
セ
ス
か
ら
生
じ
う
る
か
も
し

れ
な
い
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
自
指
さ
れ
る
、
も
し
く
は
現
実
的

に
到
達
さ
れ
る
よ
う
な
性
質
の
合
意
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
共

同
体
感
覚
」
と
は
、
あ
る
可
能
な
結
果
も
し
く
は
達
成
な
の
で
あ
る
。

判
断
が
第
一
の
意
味
で
の
共
陪
体
感
覚
に
依
拠
し
て
い
る
一
方
で
、

問
時
に
第
二
の
意
味
で
、
共
同
体
感
覚
を
生
み
出
し
て
い
る
と
主
張

す
る
こ
と
は
相
互
に
循
環
関
係
i

lそ
れ
が
悪
循
環
か
否
か
に
関
係

な
く
1

1

を
形
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
問
。

し
か
も
ア

i
レ
ン
ト
で
は
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
は
還
元
不
可
能
な
各
人
の



立
場
の
髄
別
姓
が
重
視
さ
れ
る
の
で
、
ハ

i
パ
i
マ
ス
の
よ
う
に
個
別
の

文
脈
を
離
れ
た
不
偏
性
で
は
な
く
、
発
話
者
各
々
の
「
位
置
を
有
す
る
不

偏
性
」
(
包
吉
え
包

~
5
3
E佐
々
)
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
鑓
。
こ
の

よ
う
に
ア

i
レ
ン
ト
の
判
甑
論
は
「
特
殊
主
義
に
根
ざ
し
た
普
遍
主
義
」

の
立
場
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
関
連
し
て
、
も
う
一
つ
ア
!
レ
ン
ト
の
判

断
論
の
特
徴
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
時
間
的
要
素
が
考
慮
さ
れ
て
い

る
点
に
あ
る
。
冒
顕
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
掲
げ
た
カ
フ
カ
の
言
葉
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
真
理
は
回
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
時
間
と
と
も
に
変
化
し

う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
の
う
ち
で
ま
っ
た
く
新
し
い
出
来
事
が

自
由
に
開
始
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
存
在
論
的
に
い
え
ば
、
「
出
生
」
に
よ
っ

て
新
し
い
人
間
が
世
界
に
誕
生
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
先
ほ
ど
出
向
し

た
判
断
力
の
格
律
で
は
、
「
そ
の
妥
当
性
の
要
求
は
、
判
断
す
る
者
が
み

ず
か
ら
の
考
躍
に
あ
た
っ
て
そ
の
人
の
立
場
に
身
を
置
き
入
れ
た
他
者
を

超
え
て
は
拡
張
で
き
な
い
五
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
不
可
能
性

は
、
他
者
が
つ
ね
に
新
た
に
誕
生
し
う
る
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
判
断

力
の
限
界
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
開
放
性
を
示
す
も
の
と
し
て
限
解
で

き
る
だ
ろ
う
。判

顕
と
思
考

以
上
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
先
入
見
を
含
め
た
共
通
感
覚
を
土
台

に
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
判
断
」
に
よ
っ
て
活
性
化
さ
せ
て
ゆ
く
な
か
で

新
し
い
共
通
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
く
と
い
う
の
が
、
ア
i
レ
ン
ト
判
断

論
の
基
本
的
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
さ
い
本
論
文

は
、
ベ
イ
ナ

i
の
よ
う
に
前
期
と
後
期
の
判
断
力
論
の
う
ち
に
断
絶
と
移

行
を
見
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
連
続
性
と
相
補
性
を
見
い
だ

し
て
き
た
。
そ
こ
で
最
後
に
、
ベ
イ
ナ

i
が
前
期
か
ら
後
期
へ
の
移
行
の

契
機
と
み
な
し
た
「
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
」
の
問
題
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ

て
お
き
た
い
。

ベ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
移
行
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
「
ア
イ

ヒ
マ
ン
裁
判
」
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
前
期
の
判
断
力
論
の
問
題
点
が

自
覚
さ
れ
た
と
い
う
。
実
際
、
ア

i
レ
ン
ト
は

74
エ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ

ヒ
マ
ン
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
ま
だ
一
つ
の
根
本
的
な
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
す

べ
て
の
こ
の
積
の
戦
後
裁
判
に
底
流
と
し
で
あ
っ
た
・
も
の
だ
が
、
あ

ら
ゆ
る
時
代
を
通
ず
る
中
心
的
な
道
徳
的
問
題
の
一
つ
、
す
な
わ
ち

人
間
の
判
断
力
の
性
格
と
機
能
に
触
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
こ
と
で
と

れ
に
つ
い
て
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
〈
法
律
上
の
〉
罪
を
犯

し
た
者
を
裁
く
こ
れ
ら
の
裁
判
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
要
求
し
た
こ

と
は
、
人
間
は
た
と
い
自
分
自
身
の
判
慨
し
か
頼
る
も
の
は
な
く
て

も
、
し
か
も
そ
の
判
断
が
周
屈
の
人
々
す
べ
て
の
↑
致
し
た
意
見
と

逆
ら
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、
普
態
を
弁
別
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
:
:
:
今
な
お
普
惑
を
弁
別

す
る
こ
と
の
で
き
る
あ
の
少
数
者
は
実
際
に
自
分
自
身
の
判
断
に

よ
っ
て
行
動
し
た
。
し
か
も
彼
ら
は
自
由
に
そ
う
し
た
の
だ
。
彼
ら

の
直
面
す
る
特
定
の
事
例
を
包
摂
し
う
る
不
変
の
規
則
は
な
か
っ
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た
。
彼
ら
は
問
魁
が
起
っ
て
来
る
た
び
に
一
々
決
定
を
下
さ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
前
例
の
な
い
事
栴
に
は
規
制
約
が
存
在
し
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
警

た
と
え
ば
「
金
体
主
畿
」
の
体
制
下
の
よ
う
に
、
従
来
の
共
通
感
覚
の
自

明
性
が
一
夜
に
し
て
崩
壊
し
、
周
囲
の
人
々
が
顛
倒
し
た
窓
毘
を
共
有
す

る
よ
う
に
な
る
と
い
う
、
い
わ
ば
奨
常
な
こ
と
が
正
常
で
あ
る
よ
う
な
状

混
で
は
、
い
か
に
判
断
す
れ
ば
い
い
の
か
。
こ
の
場
合
、
人
間
は
周
協
に

同
調
し
て
行
動
し
て
は
な
ら
ず
、
自
分
自
身
の
判
酷
だ
け
を
頼
り
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
こ
そ
集
団
な
ら
ぬ
個
人
と
し
て
の
道
徳
的
繋

授
の
基
礎
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
ア

i
レ
ン
ト
に
教
え
て
く

れ
た
の
が
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
で
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
問
題
は
こ
の
場
合
の
「
自
分
自
身
の
判
断
」
が
伺
を
意
味
す
る

の
か
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
判
断
」
と
は
、
「
特
定
の
行
為
を
し
た
あ

と
で
も
、
自
分
と
仲
違
い
せ
ず
に
生
き
て
ゆ
け
る
限
度
は
ど
こ
に
あ
る
か
」

を
基
準
に
し
て
、
行
為
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
ω
。
こ
う

し
た
自
己
自
身
と
の
一
致
へ
の
志
向
は
本
来
「
判
断
」
と
い
う
よ
り
も
「
思

考
」
(
任
E
r
z
m
)
と
い
う
べ
き
で
あ
る
曹
と
こ
ろ
が
危
機
の
時
代
に
は
、

周
り
に
間
欝
せ
ず
、
自
己
の
思
考
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
政

治
的
判
断
と
し
て
の
重
み
を
獲
得
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
ア

l
レ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
思
考
の
世
界
に
退
却
す
る
こ
と

は
「
無
資
荘
」
で
は
な
い
か
と
い
う
非
難
に
応
え
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

わ
た
し
は
、
世
界
に
対
す
る
賞
任
と
い
う
も
の
、
こ
の
何
よ
り
も
政

治
的
な
翼
任
と
い
う
も
の
を
、
も
は
や
負
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

極
端
な
状
況
と
い
う
も
の
が
、
お
こ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る

必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
政
治
的
な
責
任
と
い
う
も
の
は
、
つ
ね

に
あ
る
最
低
限
の
政
治
的
な
権
力
を
前
提
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で

す
。
そ
し
て
自
分
が
無
能
力
で
あ
る
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
権
力
を
奪
わ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
言
い
訳
と
し
て
は
妥
当
な
も
の
だ
と
思
う
の
で

す
守
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政
治
的
な
繋
任
を
取
る
た
め
に
は
、
他
者
た
ち
と
の
対
話
に
よ
っ
て
公
共

的
な
意
克
を
形
成
し
て
ゆ
き
、
政
治
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意

味
で
「
政
治
的
な
権
力
」
を
前
提
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
組
織
的
に
歪
め
ら
れ
、
他
者
と
の
対
話
の
可
能
性
が
閉
ざ
さ
れ
た
世

界
で
は
、
倒
人
は
政
治
的
な
繋
任
を
放
棄
し
て
、
最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ

i
・

ネ
ッ
ト
で
あ
る
自
己
内
対
話
へ
と
引
き
こ
も
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
ア

i
レ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
つ
人
に
お
け
る
二
人
」
が
仲

違
い
し
な
い
こ
と
を
重
視
す
る
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
道
徳
性
は
、
政
治
的
な

危
機
の
時
期
だ
け
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
己
を
道
徳
的
な
ふ
る
ま

い
の
究
極
の
基
準
と
す
る
の
は
、
い
わ
ば
危
機
に
お
け
る
緊
急
の
措
置
に

す
ぎ
な
い
」
と
主
張
す
る
例
。
そ
し
て
「
ま
っ
た
く
の
通
常
の
条
件
の
も

と
で
、
高
貴
な
道
徳
的
な
基
準
に
訴
え
る
人
は
、
神
の
名
を
無
用
に
唱
え

る
人
に
似
て
い
る
」
と
釘
を
刺
し
て
い
る
倒
。
結
崩
ア

i
レ
ン
ト
は
、
「
思

考
の
道
徳
的
な
側
面
は
、
思
考
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
に
と
っ
て
は

そ
れ
ほ
ど
重
要
な
も
の
で
は
な
い
」
と
い
い
、
「
思
考
は
孤
独
な
場
で
営



ま
れ
る
の
で
、
他
者
と
と
も
に
行
動
す
る
た
め
の
積
極
的
な
錠
を
示
す
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
結
論

m

つ
け
る
の
で
あ
る
噌

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
事
例
は
、
ベ
イ
ナ

i
の

主
張
す
る
よ
う
に
ア

i
レ
ン
ト
の
判
断
力
論
を
前
期
か
ら
後
期
へ
と
移
行

さ
せ
る
契
機
に
な
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
政
治
的
判
断
力
一
般
の
限
界
を

示
し
、
い
わ
ば
「
例
外
状
態
の
判
断
力
論
」
と
で
も
い
う
べ
き
「
思
考
」

の
政
治
性
を
露
呈
さ
せ
る
結
果
に
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の

第
三
の
判
断
力
論
を
「
個
体
主
義
的
・
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
判
断
力
論
」
m

と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
ア

i
レ
ン
ト
の
判
断
力
論
は
、
通
常
状
態
で
は
「
特

殊
主
義
的
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
判
断
力
論
」
を
背
景
に
「
普
遍
主
義

的
・
カ
ン
ト
的
な
判
断
力
論
」
を
志
向
し
、
例
外
状
態
で
は
「
僧
体
主
義
的
・

ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
判
断
力
論
」
に
よ
っ
て
危
機
対
応
す
る
と
い
う
、
三
幅

対
の
構
造
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
ア

i
レ
ン
ト
が
危
機
に
面
し
て
、
ま
ず
人
間
の
能
力
そ
の
も
の
を
批

判
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
範
留
と
限
界
を
確
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

ア
i
レ
ン
ト
に
受
け
継
が
れ
た
カ
ン
ト
の
批
判
精
神
を
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う

G

凡
例ア

i
レ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
原
著
と
邦
訳
の
頁
数
を
記
す
。

訳
文
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
邦
訳
を
尊
重
し
た
が
、
文
脈
の
都
合
上
、

筆
者
が
改
め
た
筋
所
も
あ
る
。

カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
引
用
す
る
さ
い
は
、
慣
例
に
従
い
、
ア
カ
デ
ミ
ー

版
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
記
す
。

(1)注

国
釦
ロ
ロ
ω}戸
〉

H・0
ロ門戸

bSHEbhh~wNh円
リ

hHNUL

刷。~v礼的
NMW1九

WNN色
町
凡
な
可
匂
h豆、・

}
5
m
gロ
ロ
吋

g
u
E且
N
5
2口
問
。
ぎ
品

Z
o
え

ggpNOONW印・

8印・

(
ハ
ン
ナ
・
ア
!
レ
ン
ト
「
思
索
日
記

2

5
印

ω
T
H
S己
青
木
隆
嘉
訳
、

法
政
大
学
出
版
局
、
二

O
O
六
年
、
二
七
九
頁
。
)

出

B
H
E
Y
旨

g門戸
d
D号
B
Z
E
z
m
自
己
旬
。
E
2
2
d
σ

ロ訟の
Z
E
2

0
同
ロ
ロ
門
町
『
広
告
門
出
口
問
)
J
古
一
同
訟
令
官
宮
内
、
達
同
町
冶
芯
ミ
s
h
N匂
LSsNMW旬
-AU

色
一
円
。
品
自
門
Z

5

8

E

5
含

assrgEO同
c
E
Y
H
S許
可
・
ω
O寸・

(
ハ
ン
ナ
・
ア
!
レ
ン
ト
「
理
解
と
政
治
(
理
解
す
る
こ
と
の
難
し

さ
こ
吋
ア

i
レ
ン
ト
政
治
思
想
集
成

2

理
解
と
政
治
」
蹄
加
藤
純
一
・

山
閉
正
仔
・
矢
野
久
美
子
訳
、
ニ

O
O
二
年
、
一
二
二
真
。
)

出

g
g
y
旨

g
p
h
R宮

s
s
h
s岳
、
も
ま
円
色
、
E
Sも
を
・
。
島
円
。
ι

白
色
豆
長

S
E
Z
H対
日
音
。
何
自
宅
喜
問
。
ロ
乱
仏
国
ぬ
山
口

R
S∞N
・
(
ハ

ン
ナ
・
ア

i
レ
ン
ト

2
苅
訳
カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義
録
」
仲
立
高

樹
訳
、
明
月
堂
藩
倍
、
二

O
O
九
年
。
な
お
他
の
邦
訳
と
し
て
は
、

ハ
ン
ナ
・
ア
!
レ
ン
ト
「
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講
義
』
浜
田
義
文
監

訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
七
年
が
あ
る
が
、
以
下
で
悶
講
義

か
ら
引
用
の
場
合
は
、
出
版
年
の
新
し
い
仲
正
訳
の
頁
数
の
み
を
あ

げ
る
。
)

〉円。昆
F
S
E
W円
v

・
s・
(
ア
!
レ
ン
ト
、
同
響
、
一
八
一
一
員
。
)

ベ
イ
ナ

i
は
、
「
前
期
」
と
「
後
期
」
に
区
分
す
る
こ
と
の
殴
離
を

認
め
つ
つ
も
、
一
九
七
一
年
の
「
思
考
と
道
徳
の
問
題
」
に
始
ま
り

吋
精
神
の
生
活
い
第
一
部
の
「
思
考
』
お
よ
び
「
カ
ン
ト
政
治
哲
学
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(2) (3) (5) (4) 



(lO) (9) (8) (7) (6) 

の
講
義
凶
に
至
る
判
断
協
の
う
ち
に
、
そ
れ
ま
で
に
は
な
い
統
一
性

と
一
貫
性
を
見
て
い
る
。
〉

g
E
?
を
札
J

U
・
s・
(
ア

i
レ
ン
ト
、
伺

器
、
一
八
一
襲
。
)

〉
円
。
ロ
門
戸
芯
礼
子
℃

-s・
(
ア

i
レ
ン
ト
、
問
書
、
一
八

O
一員。)

旨

g仕
入

R
F
℃
-E0・
(
ア
l
レ
ン
ト
、
関
欝
、
二
五
七
頁
。
)

円Bgmwロロ丘町内
S
F
〈
口
戸

同何回口
F
F
E・

E
E
E
H
〉円

g
p
p尋問
q
h町
宮
内
ど
ま
ま
な
忌
誌
き
門
司
匂
ね
え
可
ω問

ぐ
O

ロ
ロ
円
ω乙
E
F
Z
門日日山口口巳同門戸
mmwぴ
O
「

m
z
o円門日
EmwロP
N
O
O
N
-
ω

・印、口町・

(ア

i
レ
ン
ト
吋
思
索
日
記
E
」
、
一
五
九
一
員
。
)
カ
ン
ト
の
原
文
で
は
、

「
規
定
的
」
と
「
反
省
的
」
に
強
調
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
判
断
力
は
「
規
定
」
す
る
さ
い
に
は
問
時
に
「
反
省
」
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
規
定
的
判
断
力
」

と
「
反
省
的
判
断
力
」
と
い
う
こ
つ
の
判
断
力
が
あ
る
か
の
よ
う
な

言
い
方
は
ミ
ス
リ
!
デ
ィ
ン
グ
で
あ
り
、
「
規
定
す
る
判
断
力
」
と
「
反

省
す
る
判
断
力
」
と
い
う
こ
つ
の
作
間
の
速
い
と
し
て
理
解
で
き
る

名
称
の
ほ
う
が
よ
り
適
切
だ
と
い
え
よ
う
。

出
mgDmwy
〉
円
。
ロ
門
戸
芯
礼
子

ω・
印
コ
・
(
ア

i
レ
ン
ト
「
思
索
日
記
日
」
、

一
五
八
頁
。
)

出
S
D
m
Y
〉
月
三
戸
叫
出
向

h
$
。
¥
叫
ど
ミ
立
件
呂
吋
∞
・
匂

-s-(ハ
ン
ナ
・

ア
i
レ
ン
ト
吋
精
神
の
生
活
(
上
)
」
佐
藤
和
夫
訳
、
岩
波
欝
席
、

一
九
九
越
年
、
八
一
一
員
。
)

出
g
s
y〉
5
E
F
、
辺
旬
、
さ
さ
号
ミ
E
R
H
S
W
E一円。仏
σ
三
0
3
5。宍

ozw

N
O
C
F
沼

-g・
(
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
「
政
治
の
約
束
」
ジ
エ
ロ
!
ム
・

在D(12) (13) OA) 

。。 在日

コ
ー
ン
繍
/
高
橋
典
夫
訳
、
筑
摩
番
勝
、
二

O
O八
年
、
一
一
二
三
真
。
)

〉
月
忌
亡
守
礼
子
℃

-s・
(
ア
レ
ン
ト
、
河
欝
、
一
一
ニ
三
真
。
)

た
と
え
ば
「
理
解
と
政
治
(
理
解
す
る
こ
と
の
難
し
さ
こ
に
お
け

る
次
の
発
言
も
参
照
。
「
コ
モ
ン
セ
ン
ス
と
論
理
の
主
要
な
政
治
的

区
別
は
、
コ
モ
ン
セ
ン
ス
は
私
た
ち
す
べ
て
が
そ
れ
に
適
合
す
る

i
i
iあ
ら
ゆ
る
厳
密
に
個
別
的
な
感
覚
与
件
を
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
感

覚
与
件
に
適
合
す
る
よ
う
に
制
御
し
司
調
整
す
る
一
つ
の
感
覚
〔
共
通

感
覚
〕
を
も
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
私
た
ち
が
と
も
に
生
さ
る
こ
と
の

で
き
る
l
i
i共
通
世
界
を
前
提
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
論
理

や
あ
ら
ゆ
る
自
明
性
l
i
i論
理
的
な
推
論
は
そ
こ
か
ら
展
開
し
て

い
く
i

i
は
、
能
界
や
他
者
の
存
在
に
は
ま
っ
た
く
依
存
し
な
い

信
頼
性
を
主
張
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
旨
・

2
F
同
匂
令
官
§

句史出向
3
宮
護
法
誌
や
℃
・
ω
5・
(
ア

i
レ
ン
ト
、
上
掲
訳
書
、
二
ニ
五
頁
。
)

〉
2
ロ
伊
豆
旬
、
司
、
。
さ
な
ミ

E
S言、匂・
3
・
(
ア
レ
ン
ト
、
同
盛
岡
、

一
三
四
頁
。
)

〉
HgpEhHW円
}
出
戸
(
ア
レ
ン
ト
、
同
盟
国
、
一
三
二
頁
。
)

〉
河
口
門
戸
を
子
℃
・
ミ
・
(
ア
レ
ン
ト
、
河
書
、
一
三
二
頁
。
)

旨・

8
F
を
九
J

U
・S
・
(
ア
レ
ン
ト
、
問
書
、
一
三

O
真
。
)

骨

g骨
L
E
A
-
℃
-g・
(
ア
レ
ン
ト
、
問
書
、
一
一
一
二
頁
。
)

旨

g岳
L
E
A
・匂・

8
・
(
ア
レ
ン
ト
、
問
書
、
一
三

O
頁
。
)

〉
お
ロ
門
戸

S
R
U
問)・
ω
N
・
(
ア
レ
ン
ト
、
同
書
、
六
六
頁
。
)

川
崎
修
「
ア
レ
ン
ト
の
政
治
思
想
ア
レ
ン
ト
論
集
I
」
岩
波
書
底
、

二
O
一
O
年
、
二

O
五
頁
。

同山口口
m
w
y
E・0
ロ含
u

同町内
N

色
町
内
誌
、
宮
町
内
g
h出
、
ミ
ミ
ミ
・
同
丸
町
宮
同
H
h
司、円凡定的立
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位。

可
。
~
室
内
ミ
叫
J
P
R》

N
h
h
m
b
F
Z
命
名
mwHH
円
山
開
巳
mF
ぷ
宮
内
]
何
岳
民
。
H
Y
H
U
O
∞・日)・
N
O
印・(ハ

ン
ナ
・
ア

i
レ
ン
ト
「
過
去
と
未
来
の
問
」
引
呂
隆
意
・
藤
藤
純
一

訳
、
み
す
ず
喜
一
局
、
一
九
九
四
年
、
二
九
九
頁
。
)

〉
H

・2
丘
F
h町
内
言
語
加
。
芯
同
hN
芯号、。九日‘円札円ミ

~uE目。

shu』目、・円)日)・吋中吋。・(ア
i

レ
ン
ト
、
上
掲
訳
書
、
一
回

O
頁
。
)

ナ
ン
シ
i
-
プ
レ
イ
ザ
!
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
変
革
・
意
識

向
上
ハ
ン
ナ
・
ア

i
レ
ン
ト
に
つ
い
て
の
ア
ン
ソ
ニ

i
・
カ
ス
カ

ル
デ
ィ
と
リ
サ
・
デ
ィ
ッ
シ
ュ
へ
の
応
答
」
「
ハ
ン
ナ
・
ア

i
レ
ン

ト
を
読
む
」
構
況
出
版
、
二

O
O
一
年
、
一
八
九
一
良
。

口
器
〕
・
口
一
聞
の
Ewhhgさ
?
守
司
法
、
H
g
hご
と
む
遺
書
ミ
~uhHH.Ngも
と
w呂
志
唱

者
-
g
'
φ
0
・
森
川
輝
一
「
〈
始
ま
り
〉
の
ア

i
レ
ン
ト
「
出
生
」
の
思

想
の
誕
生
い
岩
波
欝
倍
、
二

O
一
O
年
、
五
六
お
よ
び
次
頁
参
照
。

〉
E
D門
戸
出
向
言
語
辻
、
B
H
Q送出可ミミ、町・

5
。∞
w

℃-
M
O
印
・
(
ア
i
レ
ン
ト
、

上
掲
訳
欝
、
二
九
九
頁
。
)

出
白
g
m
w
y

〉
H
・mw
ロ
門
戸
間
忌
送
ぬ
さ
二
一
法
、
ミ
)
史
的
む
な
さ
~
込
勾
句
、
も
え
も
お
忌
同
町
や

さ
ロ
々
夫
同
毛
・

5
8
H
2・
5
ι
g
]・め
P
H
u
g
-
(
ハ
ン
ナ
・
ア

i
レ

ン
ト
ア
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン

l
i悪
の
練
粛
さ
に
つ
い
て

の
報
告
』
大
久
保
和
郎
訳
、
み
す
ず
欝
薦
、
一
九
六
七
年
、
二
二
六

お
よ
び
次
京
。
)
旨

g
告

h
R言
語

M
g
同
室
号
、
ミ
註
円
丘
、
E
N
S
?

」

US
℃
b
∞
(
ア

i
レ
ン
ト
、
上
一
掲
訳
欝
、
一
九

O
頁
)
も
参
照
。

出
g
E
Y
E
-
g
ι
F
Fもも法的凡守主位、
Q

ミ
守
合
遺
言
叫
・

Nog-Z品
・
(
ハ

ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
円
資
任
と
判
断
」
ジ
エ
ロ

i
ム
・
コ

i
ン
縦
/
中

山
一
冗
訳
、
筑
摩
醤
房
、
ニ

O
O七
年
、
五
五
頁
。
)

E
e
g門
戸
を
え
J

℃
ふ
品
・
(
ア
レ
ン
ト
、
同
欝
、
五
五
頁
。
)
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〉円。ロ己門
L
E
F
M
)込
印
・
(
ア
レ
ン
ト
、
伺
響
、
五
六
頁
。
)

〉
Z
E
Y
を
子
℃

-H2・
(
ア
レ
ン
ト
、
問
書
、
一
二
五
お
よ
び
次
頁
。
)

旨

g門
戸
を
子
忍

-HE・
g
・
(
ア
レ
ン
ト
、
同
盟
国
、
一
二
六
頁
。
)

〉
B
E
?
を
子
℃
・
巴
ω
・
(
ア
レ
ン
ト
、
問
書
、
一
四
六
翼
。
)

川
崎
修
氏
は
「
ア
レ
ン
ト
の
中
に
個
体
主
義
と
特
殊
主
義
と
普
遍
主

義
と
い
う
三
つ
の
要
素
が
、
折
り
合
い
が
つ
か
な
い
ま
ま
に
並
存
し

て
い
る
」
と
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
た
だ
し
川
崎
氏
は
、
多
か

れ
少
な
か
れ
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
志
向
す
る
「
特
殊
主
義
」
(
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
/
ガ
ダ
マ

i
)
や
「
普
遍
主
義
」
(
カ
ン
ト
/
ハ

i
パ
ー

マ
ス
)
に
対
し
て
、
ア

i
レ
ン
ト
に
お
け
る
実
存
主
義
的
か
つ
/
あ

る
い
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
要
素
を
「
個
体
主
義
」
と
呼
ん
で
い
る

が
、
本
論
文
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
意
味
で
の
「
非
政
治
の
政
治
性
」

を
一
不
す
も
の
に
桐
限
定
し
て
「
個
体
主
義
」
と
い
う
語
を
用
い
る
。
川

崎
修
、
上
掲
響
、
二
六
五
頁
。
こ
こ
で
は
紙
帽
の
関
係
上
詳
し
く
論

じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
儲
体
主
義
的
な
ア
プ
ロ

i
チ

は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
興
味
深
い
視
点
を
提
供
し
て
い
る
が
、
実
存

主
義
的
な
決
断
主
義
を
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
、
政
治
に
お
け
る
真

理
(
政
治
に
対
立
す
る
唯
一
の
「
真
理
」
で
は
な
く
)
を
追
求
し
た

ア
i
レ
ン
ト
の
立
場
を
十
分
反
映
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
よ
う
に

忠
わ
れ
る
し
、
ア
!
レ
ン
ト
に
お
い
て
「
ア
ゴ

i
ン
」
的
要
素
は
な

ん
ら
か
の
共
同
性
の
背
景
が
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
だ
ろ
う
。

(
ち
ば
・
け
ん

筑
波
大
学
大
学
説

人
文
社
会
科
学
研
究
科
講
師
)
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